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一
、
は
じ
め
に

　

齋
藤
綠
雨
の
『
か
く
れ
ん
ぼ
』（
明
治
24
年
７
月
）
は
、
春
陽
堂
の
新

作
小
説
叢
刊
『
文
学
世
界
』
の
第
六
巻
と
し
て
書
き
下
ろ
し
で
出
版
さ
れ

た
。〈
綠
雨
醒
客
〉
の
署
名
が
付
さ
れ
た
本
篇
に
は
、
初
心
な
若
旦
那
・

山
村
俊
雄
が
芸
者
た
ち
と
の
交
渉
を
通
し
て
色
恋
の
沙
汰
を
知
り
、「
名

代
の
色
悪
」へ
と
変
貌
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
。今
日
新
聞
の
社
長
、

小
西
義
敬
に
連
れ
ら
れ
て
吉
原
・
柳
橋
で
覚
え
た
芸
者
遊
び
の
体
験
が
生

か
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
言
文
一
致
体
で
書
か
れ
た
「
油
地
獄
」（「
国

齋
藤
綠
雨
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
論

─
〈
芝
居
〉
と
い
う
装
置
─

齋
藤
樹
里

会
」
明
治
24
年
５
～
６
月
）
と
と
も
に
綠
雨
の
代
表
的
な
花
柳
小
説
で
あ

る
本
作
は
、
既
に
辛
辣
な
批
評
家
と
し
て
新
聞
紙
上
に
名
を
馳
せ
て
い
た

綠
雨
を
、
小
説
家
と
し
て
改
め
て
文
壇
に
知
ら
し
め
た
。

　

引
用
や
掛
詞
、
縁
語
、
地
口
に
満
ち
た
緻
密
な
そ
の
文
体
は
、
新
時
代

の
文
学
と
し
て
言
文
一
致
体
を
獲
得
・
確
立
し
よ
う
と
格
闘
す
る
同
時
代

文
学
者
た
ち
の
動
き
と
些
か
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
題
材
や
物
語
内

容
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

前
時
代
に
回
帰
す
る
か
の
よ
う
な
、
謂
わ
ば
〈
戯
作
〉
性
と
も
呼
べ
る

も
の
を
巡
っ
て
、
発
表
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
本
作
の
評
価
は
二
分
し

て
い
る
。
時
代
の
潮
流
に
逆
ら
う
、
綠
雨
の
江
戸
趣
味
が
発
揮
さ
れ
た
作
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と
し
て
そ
の
「
反
近
代
」
性
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
得
る
半
面
、
描
か
れ

る
内
容
・
人
物
が
類
型
的
で
あ
る
と
し
て
「
個
人
」
や
「
心
理
」
の
描
写

の
欠
如
と
い
う
「
前
近
代
」
性
を
読
み
込
む
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
綠
雨
の
文
学
史
的
な
位
置
付
け
を
考
え

る
上
で
妥
当
か
つ
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、「
前
近
代
」「
反
近
代
」
と
い

う
言
葉
の
指
し
示
す
も
の
は
、検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

本
稿
が
投
げ
か
け
た
い
の
は
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
む
し
ろ
「
近
代
」
的

な
物
語
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。「
近
代
性
」
検
討
の
端

緒
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
と
も
す
れ
ば
「
前
近
代
」
的
要
素
と
み
な
さ
れ

て
し
ま
い
が
ち
な
〈
芝
居
〉
の
引
用
に
着
目
す
る
。

　

本
格
的
な
検
討
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
が
ど
の
よ
う

に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

二
、
同
時
代
評
／
先
行
研
究

　

綠
雨
の
歿
後
に
刊
行
さ
れ
た
明
治
著
名
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
で
あ

る
『
唾
玉
集
』（
１
）に
お
い
て
、
綠
雨
は
創
作
の
動
機
を
以
下
の
よ
う
に
回
想

し
て
い
る
。

彼
の
頃
（
二
十
四
年
）
色
つ
ぽ
い
も
の
と
云
へ
ば
、
硯
友
社
の
受
持

で
、
其
れ
が
奈
何
だ
と
云
へ
ば
、
例
の
佳
人
才
子
を
少
々
向
き
を
変

へ
た
ば
か
り
、
何
で
そ
ん
な
も
の
が
色
つ
ぽ
い
も
の
か
、
と
云
ふ
や

う
な
料
簡
と
、
今
一
つ
は
、
其
の
頃
は
や
ツ
た
恋
は
神
聖
だ
と
い
ふ

説
が
癪
に
さ
わ
ツ
た
こ
と
ゝ
、
此
の
外
に
又
、
あ
れ
を
書
く
気
に
自

分
を
さ
せ
た
の
は
、
魯
文
以
来
、
千
篇
一
律
に
な
ツ
た
芸
娼
妓
も
の

が
、
猥
褻
だ
と
云
ふ
ん
で
排
斥
さ
れ
て
ゐ
ま
し
た
ネ
、
此
の
風
潮
に

対
し
て
ヤ
ケ
に
さ
か
さ
ま
に
出
か
け
て
見
や
う
と
思
ツ
た
の
で
、
芸

娼
妓
だ
ツ
て
恋
を
知
ツ
て
ゐ
る
し
、
人
間
ら
し
い
所
も
あ
る
と
云
ふ

の
を
見
せ
て
や
ら
う
、と
云
ツ
た
や
う
な
つ
も
り
で
、『
か
く
れ
ん
ぼ
』

の
如
き
途
方
も
な
い
も
の
を
書
い
た
が
、

　

要
す
る
に
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
は
硯
友
社
・
北
村
透
谷
を
は
じ
め
と

す
る
同
時
代
文
学
や
、
芸
娼
妓
も
の
の
排
斥
と
い
う
当
時
の
傾
向
へ
の
批

判
を
込
め
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
む
ろ
ん
、
こ

れ
は
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
執
筆
か
ら
幾
分
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
の
回
想
で

あ
り
、
同
時
代
評
の
力
学
が
働
い
て
い
る
た
め
、
全
面
的
に
信
用
す
る
に

は
慎
重
を
要
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
作
者
の
側
か
ら
見
れ
ば
、「
か

く
れ
ん
ぼ
」
が
世
の
中
へ
の
批
判
と
い
う
方
向
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
て
お
く
に
留
め
た
い
。
但
し
、
こ
の
作
者
の
言
説
は
、
研
究
史
に

影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
後
に
見
る
よ
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う
に
、
作
者
の
批
判
意
識
が
作
品
に
い
か
に
表
出
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

問
題
が
論
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
同
時
代
評
を
見
て
み
よ
う
。
無
署
名
「
文
芸
時
評
」（
２
）で
は
、

「
軽
薄
な
る
文
字
、
此
の
上
も
な
し
。
何
処
に
妙
味
が
あ
る
や
更
に
は
分

ら
ず
。
平
々
凡
々
の
猥
褻
小
説
と
謂
ふ
べ
し
」
と
手
厳
し
い
評
価
が
下
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｆ
．
Ｃ
．
Ａ
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
（
３
）

で
は
、「
山
村
俊
雄

な
る
も
の
は
情
浅
く
意
思
弱
き
軽
薄
男
子
に
し
て
罵
る
の
価
値
あ
ら
ず
」

と
俊
雄
が
評
価
さ
れ
、「
国
会
新
聞
曩
に
小
説
「
油
地
獄
」
あ
り
、
其
観

察
極
め
て
深
刻
鋭
利
に
し
て
能
く
山
村
俊
雄
如
き
軟
弱
男
子
の
堕
落
を
細

写
せ
り
。
其
著
者
登
仙
坊
な
る
も
の
綠
雨
の
分
身
な
り
と
聞
く
。
芳
し
綠

雨
に
し
て
登
仙
坊
の
観
察
点
を
誤
ら
ず
山
村
俊
雄
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
起
し

て
更
に
細
か
に
描
写
せ
ば
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
猶
ほ
十
倍
の
妙
味
を
有
し

た
る
な
ら
む
」
と
「
油
地
獄
」
と
の
比
較
を
通
し
て
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の

描
写
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
無
署
名
「
か
く
れ
ん

ぼ
」
（
４
）

で
は
、「
元
よ
り
此
作
ハ
人
物
の
性
質
を
先
に
し
た
る
作
に
あ
ら
ね

バ
主
人
公
の
俊
雄
が
浮
上
ぼ
り
に
な
ツ
て
ゐ
る
に
ハ
あ
ら
ず
小
春
も
冬
吉

も
只
ぽ
ツ
と
見
え
る
ば
か
り
な
れ
ど
若
し
そ
れ
を
わ
る
い
と
い
は
バ
五
人

女
も
一
代
女
も
同
じ
非
難
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
し
甘
い
」
と
こ
の
作
の
主
眼

を
読
み
解
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
評
で
は
、「
妙
味
」、
つ
ま
り
「
観
察
点
」
や
細

か
な
「
描
写
」
の
欠
如
、「
人
物
の
性
質
」
に
は
主
眼
が
置
か
れ
て
い
な

い
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
昭
和
の
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
評
価
に
も
引
き
継
が
れ
て
い

く
。
た
と
え
ば
湯
地
孝
「
解
説
」（
５
）は

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
を
「
通
の
文
学
」

と
位
置
付
け
な
が
ら
、
本
作
が
「
主
人
公
の
成
行
・
彼
を
取
巻
く
女
達
の

人
物
や
心
理
」
よ
り
も
、「
成
行
や
人
物
に
よ
つ
て
成
立
つ
て
ゐ
る
世
界

を
描
か
う
と
し
て
ゐ
る
」
と
指
摘
し
、「
花
明
柳
暗
の
巷
の
表
裏
を
、
芸

者
と
客
と
の
交
渉
の
種
々
相
を
描
き
出
し
、
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
の
場
合
や

関
係
を
く
つ
き
り
と
展
開
し
て
見
せ
、
以
て
遊
び
な
る
も
の
が
ど
う
い
ふ

も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
、
そ
の
間
の
消
息
を
、
作
全
体
の
上
か
ら
伝
へ
や

う
と
し
て
ゐ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
整
「
近
代
日
本
人
の
発

想
の
諸
形
式
」（
６
）は
、「
悪
の
勝
利
で
あ
り
、善
悪
の
区
別
感
の
喪
失
で
あ
り
、

愛
情
や
真
実
よ
り
も
ハ
ズ
ミ
や
気
転
や
擬
悪
主
義
が
人
間
を
よ
り
深
く
左

右
す
る
、と
い
う
認
識
が
こ
の
短
篇
に
盛
ら
れ
て
い
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
で
は
成
行
や
人
物
・
心
理
と
い
っ
た
個
人

や
個
で
は
な
く
「
世
界
」
を
、
そ
し
て
「
遊
び
」
を
描
写
し
て
い
る
と
い

う
見
方
が
な
さ
れ
、
そ
の
物
語
内
容
の
「
悪
」
や
「
擬
悪
主
義
」
が
論
点

の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
、
綠
雨
が
『
唾
玉
集
』
で
言
及
し
て
い
た
批
判

性
・
批
評
性
へ
と
眼
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
池
田
一
彦
論（
７
）で
は
、
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「『
か
く
れ
ん
ぼ
』
は
現
代
文
学
・
思
潮
へ
の
小
説
の
形
を
と
っ
た
「
批
評
」

な
の
で
あ
る
。
主
題
・
題
材
だ
け
で
な
く
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
思
想
や
特
異

の
文
体
全
体
が
、
一
つ
の
批
評
と
し
て
の
反
時
代
的
な
現
代
小
説
を
形
成

し
て
い
る
」
と
し
、「
言
文
一
致
に
端
を
発
し
て
所
謂
近
代
的
文
体
が
漸

く
そ
の
形
を
整
え
つ
つ
あ
る
時
期
、『
か
く
れ
ん
ぼ
』
の
批
評
性
・
反
時

代
性
を
最
も
強
く
保
証
す
る
も
の
は
、
第
一
に
そ
の
文
体
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
河
合
恒
論（
８
）で

は
、「
意
識
的
な
雅
号
の
使
い
分
け
が
可
能
に
し

た
批
評
家
〈
正
直
正
太
夫
〉
か
ら
小
説
家
〈
緑
雨
醒
客
〉
へ
の
批
評
と
い

う
形
式
は
、
自
己
の
相
対
化
を
文
字
ど
お
り
構
図
と
し
て
顕
現
さ
せ
た
と

い
う
点
で
、
緑
雨
の
自
己
批
評
の
姿
勢
を
他
の
緑
雨
の
ど
の
序
文
よ
り
も

如
実
に
う
か
が
わ
せ
る
」
と
し
、〈
叙
〉
か
ら
「『
か
く
れ
ん
ぼ
』
が
文
壇

の
流
れ
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
に
認
識
す
る

緑
雨
の
眼
差
し
」
と
「
そ
れ
で
も
な
お
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
作
品
を
書

い
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
選
択
し
た
緑
雨
の
姿
勢
」を
読
み
取
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
粟
飯
原
匡
伸
論（
９
）は

、「
緑
雨
は
『
か
く
れ
ん
ぼ
』
に
お
い
て
、

俊
雄
の
物
語
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
あ
え
て
特
定
の
人
物
造マ

マ詣
や
具
体

的
な
心
理
描
写
を
せ
ず
、
人
物
を
特
定
の
〈
個
〉
か
ら
解
放
し
、
そ
し
て

類
型
と
し
て
引
用
を
多
彩
に
織
り
込
み
、
人
間
を
系
統
立
て
て
捉
え
、
俊

雄
を
物
語
と
古
典
演
芸
の
テ
ク
ス
ト
の
中
を
自
由
に
往
還
さ
せ
る
こ
と

で
、
登
場
人
物
を
超
え
た
普
遍
的
な
人
間
の
本
質
を
鋭
く
照
射
し
て
い
く

こ
と
を
意
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、「『
か
く
れ
ん
ぼ
』

に
お
け
る
江
戸
趣
味
や
江
戸
回
帰
に
は
、
取
り
残
さ
れ
た
戯
作
者
と
い
う

緑
雨
の
限
界
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
体
の
つ
い
て
こ
な
い
急
速
な
荒

唐
無
稽
な
変
化
に
対
す
る
緑
雨
の
強
い
批
判
的
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
は
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
「
批
評
」
や
「
批
判
」

の
内
実
が
両
義
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は

綠
雨
の
自
己
批
評
・
自
己
批
判
と
し
て
、他
方
で
は
綠
雨
が
他
者
を
批
評
・

批
判
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
物
語
は
享
受
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、

人
物
造
型
や
心
理
描
写
が
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
読
み
解
か

れ
て
い
る
。

　

先
行
研
究
か
ら
は
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
評
価
が
二
分
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
人
物
の
性
質
」
や
「
心
理
」
描
写
の
欠
如
、

類
型
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
「
前
近
代
性
」
を
見
出
し
こ
れ
を
批
判
す
る

方
向
と
、
時
代
の
潮
流
に
逆
ら
い
、
明
治
24
年
と
い
う
時
代
に
非
‐
言
文

一
致
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
「
反
近
代
性
」
の
表
出
と
し
て
肯
定
的

に
受
け
取
る
方
向
で
あ
る
。「
前
近
代
」
と
取
る
か
「
反
近
代
」
と
取
る

か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
結
局
、
両
者
は
こ
の
物
語
が
近
代

で
は
な
い
と
い
う
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
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れ
に
対
し
、
本
稿
が
示
し
た
い
の
は
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
「
近
代
性
」

と
い
う
新
た
な
側
面
で
あ
る
。

　

近
代
小
説
が
成
立
し
た
い
ま
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
か
ら
個
人
お
よ
び
「
心

理
」
の
欠
如
を
読
み
取
り
、
内
容
や
題
材
の
み
な
ら
ず
引
用
や
掛
詞
、
縁

語
、
地
口
に
満
ち
た
緻
密
な
そ
の
文
体
に
綠
雨
の
「
前
近
代
性
」
や
「
反

近
代
性
」
を
事
後
的
に
見
る
の
は
容
易
い
。
し
か
し
、
明
治
二
十
年
代
と

い
う
特
殊
性
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
近
代
文
学
の
正
統
と
見
做
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
は
、
日
本
の
近
代
小
説
が
そ
の
成
立
の
過
程

で
切
り
捨
て
て
い
っ
た
も
の
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
物
語
を
類
型
的
だ
と
い
う
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
類
型
の

内
実
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。少
し
先
廻
り
に
な
る
が
、

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
物
語
内
容
を
確
認
す
る
と
、
そ
こ
に
は
類
型
か
ら
遊

離
す
る
描
写
が
数
多
く
見
ら
れ
る
の
だ
。

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
実
に
、
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
当
時
の
〈
芝
居
〉

の
引
用
に
満
ち
て
い
る
。
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
先
行
論
や
注
釈）

（1
（

は
示
唆

に
富
む
も
の
の
、〈
芝
居
〉
の
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
読
解
に
は
至
っ

て
い
な
い
。
主
人
公
俊
雄
が
準
え
ら
れ
る
〈
芝
居
〉
を
精
査
す
る
と
、
彼

の
自
己
に
対
す
る
認
識
と
他
者
が
彼
を
眼
差
す
認
識
の
「
皮
肉
」
な
ま
で

の
乖
離
が
浮
か
び
上
が
る
。
と
す
る
と
、
従
来
、
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
「
個
人
」
や
「
心
理
」
の
描
写
は
、〈
芝
居
〉
の
引
用
と
い
う
形
で
丹

念
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
前
近
代
へ
と
回
収
さ
れ
が
ち
な
〈
芝
居
〉
を
本
作
が
い
か

に
引
用
し
、
そ
の
結
果
い
か
に
近
代
的
な
要
素
が
出
現
し
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
、
近
代
小
説
と
し
て
の
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
位
置
を
検
討

し
た
い
。三

、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
時
代
性

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
前
近
代
性
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
一
つ
の
要
因
と
し

て
、
そ
の
文
体
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
作
の
文
体
の
特
異
性
を

考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
言
文
一
致
体
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
言
文
一

致
体
と
は
、
周
知
の
と
お
り
、
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
を
限
り
な
く

一
致
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
試
み
か
ら
生
ま
れ
た
文
体
を
指
す
。
新
文
体

の
確
立
を
目
指
す
言
文
一
致
運
動
は
明
治
十
年
代
終
盤
に
隆
盛
を
極
め
、

様
々
な
理
論
書
や
実
作
が
誕
生
し
た）

（（
（

。

　

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
明
治
24
年
に
本
作
は
成
稿
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
み
て
み
る
と
、
新
時
代
の
文
学
と
し
て
言
文
一
致
体
を
獲
得
し
確
立

し
よ
う
と
す
る
気
運
と
ま
る
で
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
位
置
に
、綠
雨
の
、

あ
る
い
は
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
文
体
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、

綠
雨
が
同
時
代
の
作
家
た
ち
と
は
些
か
異
な
る
位
置
に
い
た
こ
と
を
、
馬
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場
孤
蝶
は
後
に
証
言
し
て
い
る）

（1
（

。

　

明
治
二
十
二
、三
年
頃
か
ら
し
て
、
新
文
壇
に
さ
へ
も
う
二
三
の

団
結
が
で
き
て
ゐ
た
。
硯
友
社
派
、
早
稲
田
派
、
民
友
社
派
な
ど
が

そ
の
主
な
も
の
で
あ
つ
た
。
綠
雨
君
は
そ
の
孰
れ
に
も
属
し
て
居
ら

ず
、
当
時
で
は
、
そ
れ
ら
の
新
文
学
者
か
ら
は
蔑
視
さ
れ
て
ゐ
た
と

こ
ろ
の
旧
戯
作
派
の
畑
に
近
い
小
新
聞
の
雑
報
記
者
の
間
か
ら
身
を

起
し
て
、
独
力
、
独
歩
で
、
当
時
の
大
作
家
と
し
て
実
力
と
地
位
と

を
獲
得
し
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
綠
雨
君
の
作
物
に
は
、
そ
の
文

体
に
於
て
、
そ
の
取
材
の
方
向
に
於
て
、
当
時
の
文
学
の
中
で
は
、

極
め
て
特
異
な
る
個
性
が
顕
然
と
表
は
れ
て
居
る

　

但
し
、
綠
雨
の
花
柳
小
説
で
あ
る
「
油
地
獄
」（「
国
会
」
明
治
24
年
５

～
６
月
）
で
は
、
言
文
一
致
体
が
採
択
さ
れ
て
い
る
事
実
を
併
せ
て
考
え

て
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
綠
雨
は
、
言
文
一
致
体
を
書
か
な
か
っ
た
、
あ

る
い
は
書
け
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
非
‐
言
文
一
致
体
を
採

択
す
る
綠
雨
の
態
度
が
、
時
代
へ
の
反
発
で
あ
る
と
は
単
純
に
は
受
け
取

れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
明
治
21
年
頃
か
ら
、
急
進
的
な
欧
化
主
義
政
策
へ
の
保

守
的
反
動
と
し
て
国
粋
主
義
が
台
頭
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

三
宅
雪
嶺
・
志
賀
重
昂
・
杉
浦
重
剛
ら
は
政
教
社
を
設
立
し
、
機
関
誌
「
日

本
人
」
で
国
粋
保
存
主
義
を
唱
え
、
西
洋
文
化
を
咀
嚼
し
た
上
で
摂
取
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
同
年
、
陸
羯
南
も
新
聞
「
日
本
」
を
創
刊
し
、

国
民
主
義
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
文
壇
に
お
い
て
も
、
明
治
22
年

秋
ご
ろ
か
ら
、
西
鶴
調
の
雅
俗
折
衷
体
が
流
行
す
る
な
ど
、
各
界
で
欧
化

主
義
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、〈
芝
居
〉
の
場
合
も
同
様

で
あ
る
。
政
府
に
よ
る
歌
舞
伎
の
高
尚
化
・
近
代
化
の
要
請
を
受
け
、
明

治
19
年
に
末
松
謙
澄
ら
に
よ
り
演
劇
改
良
会
が
結
成
さ
れ
、
実
証
的
な
時

代
物
や
残
酷
・
猥
雑
な
場
面
を
省
い
た
世
話
物
の
上
映
が
目
指
さ
れ
る
演

劇
改
良
運
動
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も
明
治
23
年
頃
に
は
収
束
し
、

成
功
し
た
と
は
決
し
て
言
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、

綠
雨
の
作
品
や
文
体
は
、
そ
の
よ
う
な
同
時
代
の
動
き
の
反
映
で
あ
る
と

も
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
反
発
の
時
期
は
長
く
続
か
ず
、
不
平
等
条
約
改
正
実
現
の
た

め
に
再
び
欧
化
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、「
か
く

れ
ん
ぼ
」
執
筆
時
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
反
動
の
時
期
に
位
置
し
て

い
た
こ
と
は
押
さ
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。　

　

綠
雨
が
文
体
に
意
識
的
な
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。

た
と
え
ば
、
先
述
し
た
『
唾
玉
集
』）

（1
（

で
は
、「
一
体
綿
密
で
あ
り
ま
す
か



齋藤綠雨「かくれんぼ」論─ 45 ─

ら
校
正
が
喧
し
く
て
、
同
じ
「
し
」
と
い
ふ
仮
名
で
も
句
の
初
め
へ
出
る

の
は
「
志
」
に
直
す
と
か
同
じ
「
は
」
の
字
で
も
「
ワ
」
と
訓
む
所
は
「
ハ
」

を
嵌
め
る
と
か
、
斯
ん
な
事
に
は
非
常
に
注
意
を
さ
れ
ま
し
た
」
と
回
想

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
綠
雨
は
文
体
、
文
字
に
対
し
て
非
常
に
繊
細
な
こ

だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

言
文
一
致
運
動
の
揺
れ
動
き
の
中
で
、
綠
雨
が
実
際
に
新
文
体
を
試
み

て
い
た
こ
と
、
そ
の
上
で
敢
え
て
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
お
い
て
文
語
体
と

い
う
非
‐
言
文
一
致
体
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
、

本
稿
で
は
、
緻
密
な
積
み
上
げ
を
必
要
と
す
る
こ
の
文
体
の
採
用
と
〈
芝

居
〉
の
引
用
の
問
題
が
少
な
か
ら
ず
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
読
み
解
き

た
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、〈
芝
居
〉
の
引
用
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、「
か

く
れ
ん
ぼ
」
の
文
体
の
特
徴
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

四
、〈
芝
居
〉
の
引
用
（
＝
「
記
臆
」）

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
と
い
う
作
品
名
自
体
が
、
既
に
〈
芝
居
〉
を
彷
彿
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
題
名
、
さ
ら
に
花
柳
界
を
舞
台
に
し
て
い
る
と
い
う

設
定
か
ら
、〈
芝
居
〉
に
造
詣
が
深
い
読
者
で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
、「
仮
名

手
本
忠
臣
蔵
」［
二
世
竹
田
出
雲
・
三
好
松
洛
・
並
木
千
柳
、
寛
延
１
年

初
演
］
の
七
段
目
、「
祇
園
一
力
茶
屋
の
場
」
の
発
端
を
思
い
出
す
で
あ

ろ
う
。

　

敵
の
目
を
晦
ま
す
た
め
に
祇
園
町
の
廓
で
遊
蕩
す
る
大
星
由
良
助
。
酩

酊
し
て
千
鳥
足
の
由
良
助
は
、
目
隠
し
を
さ
れ
た
状
態
で
、「
〽
由
良
鬼

や　

待
た
え　

手
の
鳴
る
方
へ
」
と
い
う
唄
と
手
を
叩
く
音
を
頼
り
に
大

勢
の
遊
女
や
太
鼓
持
ち
ら
を
追
い
か
け
る
。「
め
ん
な
い
千
鳥
」、俗
に「
か

く
れ
鬼
」
と
も
呼
ば
れ
る
賑
や
か
な
こ
の
幕
開
き
は
、
廓
遊
び
の
華
や
か

さ
が
絵
巻
物
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
が
、
花
柳
界

で
行
わ
れ
る
か
く
れ
ん
ぼ
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
よ
う
に
華
や
か
で
あ
り

な
が
ら
艶
か
し
い
、座
敷
で
の
遊
戯
を
想
起
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

　

本
作
は
、
直
接
的
な
〈
芝
居
〉
の
引
用
に
満
ち
て
い
る
。
本
文
の
検
討

に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
こ
こ
で
引
用
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
整
理
し
て
お

き
た
い
。
こ
こ
で
の
引
用
と
は
、
作
者
で
あ
る
綠
雨
、
正
確
に
は
正
直
正

太
夫
と
い
う
署
名
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
が
「
初
学
小
説
心

得
」）

（1
（

の
中
で
用
い
た
「
記
臆
」
と
い
う
概
念
と
一
致
し
て
い
る
。
正
太
夫

は
、「
習
う
て
得
る
」
引
用
を
「
記
臆
」
と
し
、「
記
臆
ハ
小
説
作
者
の
必

ず
具
備
す
べ
き
條
件
な
り
と
す
」「
記
臆
は
小
説
を
産
む
」「
正
太
夫
は
記

臆
を
一
の
学
問
と
心
得
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ

う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
行
為
を
仮
に
引
用
と
名
付
け
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
正
直
正
太
夫
と
い
う
筆
名
も
、〈
芝
居
〉
で
あ
る
「
伊
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勢
音
頭
恋
寝
刃
」［
近
松
徳
三
、
寛
永
８
年
初
演
］
の
第
二
幕
、「
太
々
講

の
場
」
の
登
場
人
物
に
由
来
す
る
。
第
二
幕
は
、
通
し
で
上
演
さ
れ
な
い

限
り
殆
ど
か
か
る
こ
と
の
な
い
場
で
あ
る
た
め
、
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
神
官
正
太
夫
は
、
悪
計
を
め
ぐ
ら
す
も
の
の
愛
嬌
が
あ

る
コ
ミ
カ
ル
な
役
ど
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、〈
芝
居
〉
の
本
筋
か
ら
す
れ
ば

決
し
て
重
要
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
物
に
自
ら
を
準

え
て
批
評
を
行
っ
て
い
く
綠
雨
か
ら
は
、
批
評
家
と
し
て
の
彼
の
戦
略
が

透
け
て
見
え
る
の
だ
が
、
批
評
家
正
直
正
太
夫
に
関
す
る
考
察
は
本
稿
の

主
題
か
ら
逸
れ
る
の
で
こ
こ
ま
で
に
留
め
て
お
く
。

　

さ
ら
に
、〈
芝
居
〉と
い
う
言
葉
も
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。「
か

く
れ
ん
ぼ
」
本
文
に
あ
る
「
団
十
菊
五
を
島
原
に
見
た
帰
り
」
と
い
う
物

語
の
内
容
か
ら
、
本
稿
で
は
〈
芝
居
〉
と
し
て
主
に
歌
舞
伎
を
想
定
し
て

い
る
が
、
浄
瑠
璃
・
狂
言
・
舞
踊
な
ど
を
も
含
む
総
合
的
な
演
劇
形
式
を

指
し
示
す
た
め
、
本
文
中
の
言
葉
（「
今
日
観
た
芝
居
咄
」）
を
用
い
て
〈
芝

居
〉
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
〈
芝
居
〉
と
は
、
戯
曲
・
狂
言
台
本

の
み
を
指
し
示
す
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
、
歌
わ
れ
、
演
じ
ら
れ
る
、
そ

の
音
・
目
・
耳
を
動
員
し
て
役
者
と
観
客
に
よ
っ
て
〈
場
〉
が
形
成
さ
れ

る
演
劇
様
式
と
し
て
の
〈
芝
居
〉
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き

た
い）

（1
（

。

　

さ
て
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
冒
頭
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　

秀
吉
金
冠
を
戴
き
た
り
と
雖
も
五
右
衛
門
四
天
を
着
け
た
り
と
雖

も
猿
か
友
市
生
れ
た
時
は
同
じ
乳
呑
児
な
り
太
閤
た
る
と
大
盗
た
る

と
聾
が
聞
か
ば
音
は
異
る
ま
じ
き
も
変
る
ハ
塵
の
世
の
虫
け
ら
ど
も

が
栄
枯
窮
達
一
度
が
末
代
と
は
阿
房
陀
羅
経
も
亦
之
れ
を
説
け
り 

お
噺
は
山
村
俊
雄
と
申
す
ふ
と
こ
ろ
育
ち
団
十
菊
五
を
島
原
に
見
た

帰
り
途
飯
だ
け
の
突
合
と
兎
在
る
二
階
へ
連
れ
込
ま
れ
た
が
そ
も

〳
〵
の
端
緒

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
語
り
が
、
明
ら
か
に
〈
芝
居
〉
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。「
秀
吉
」
と
「
五
右
衛
門
」
は
、「
楼
門
（
金

門
）
五
三
桐
」［
初
代
並
木
五
瓶
、
安
永
７
年
初
演
］・「
木
下
蔭
狭
間
合
戦
」

［
若
竹
笛
躬
ほ
か
、
寛
永
１
年
初
演
］
と
い
っ
た
〈
芝
居
〉
で
敵
同
士
と

さ
れ
て
い
る
。「
金
冠
」
つ
ま
り
権
威
・
富
の
象
徴
を
戴
く
「
秀
吉
」
と
「
四

天
」、
つ
ま
り
大
盗
賊
を
象
徴
す
る
歌
舞
伎
の
衣
装
を
着
用
す
る
「
五
右

衛
門
」
が
、
出
生
時
に
は
共
に
同
じ
「
乳
呑
児
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

に
加
え
、「
太
閤
」（
タ
イ
コ
ウ
）
と
「
大
盗
」（
タ
イ
ト
ウ
）
の
音
の
類

似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
両
者
の
差
異
を
打
ち
消
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
同
じ
庚
申
に
生
れ
た
と
言
わ
れ
る
「
秀
吉
」
と
「
五
右
衛
門
」
が
、

「
太
閤
」
つ
ま
り
天
下
人
と
「
大
盗
」
つ
ま
り
大
泥
棒
と
い
う
反
転
し
た

立
場
に
な
る
運
命
の
悪
戯
が
多
く
の
物
語
を
惹
起
し
た
の
に
対
し
、
こ
の
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記
述
は
、
そ
の
反
転
が
見
せ
か
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
か
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
「
お
噺
」
で
語
ら
れ
て
い
く
一
連
の
出

来
事
が
、
九
代
目
市
川
団
十
郎
と
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
の
「
島
原
」
＝
新

富
座
で
の
〈
芝
居
噺
〉
を
観
劇
し
た
後
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
が
殊
更
に

語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
島
原
が
立
ち
退
い
た
後
、
島
原
は
新
富
町
と

名
前
を
変
え
た
。そ
の
六
丁
目
に
劇
場
が
新
築
さ
れ
た
た
め
、明
治
の
人
々

は
元
の
地
名
に
ち
な
み
、
新
富
座
を
「
島
原
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、文
章
の
上
で
も
、物
語
内
容
の
上
で
も
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」

で
は
〈
芝
居
〉
が
端
緒
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

続
く
場
面
で
、
主
人
公
俊
雄
は
同
伴
の
男
と
共
に
座
敷
に
上
が
り
、
芸

者
小
春
と
出
会
う
。

小
春
俊
雄
は
語
呂
が
悪
い
蜆
川
の
御
厄
介
に
ハ
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
同

伴
の
男
が
頓
着
な
く
混
返
す
ほ
ど
猶
逡
巡
み
し
た
る
が
孰
か
知
ら
ん

異
日
の
治
兵
衛
は
こ
の
俊
雄
今
宵
が
色
酒
の
浸
初
め
鳳
雛
麟
児
は
母

の
胎
内
を
出
で
し
日
の
仮
り
名
に
と
ゞ
め
て
あ
は
れ
評
判
の
秀
才
も

こ
れ
よ
り
ぞ
無
茶
と
な
り
け
る

　

同
伴
の
男
は
、「
心
中
天
網
島
」［
近
松
門
左
衛
門
、
享
保
５
年
初
演
］

の
紙
屋
治
兵
衛
と
遊
女
小
春
に
俊
雄
と
小
春
を
準
え
て
お
り
、
語
り
手
も

そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
孰
か
知
ら
ん
異
日
の
治
兵

衛
は
こ
の
俊
雄
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
日
を
知
っ
て
い
る
語
り
手
に
よ
る

批
評
的
な
言
説
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

俊
雄
が
小
春
と
馴
染
み
に
な
る
様
子
は
、た
と
え
ば
、「
相
生
の
松
」（
謡

曲
「
高
砂
」［
世
阿
弥
、
初
演
不
明
］
や
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
「
文
武
相
生
松
」

［
作
者
不
明
、
享
保
11
年
初
演
］「
相
生
源
氏
松
綠
葉
」［
並
木
舎
五
柳
、

明
治
23
年
初
演
］）
な
ど
の
よ
う
に
、〈
芝
居
〉
を
彷
彿
と
さ
せ
る
語
彙
を

用
い
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
く
。「
行
義
よ
く
て
ハ
成
難
い
が
こ
の
辺
の
恋

の
辻
占
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
語
り
に
は
随
所
に
語
り
手
の
判
断
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
。「
俊
雄
君
閣
下
」
と
い
う
慇
懃
無
礼
な
呼
称
は
、
語
り

手
に
よ
る
俊
雄
に
対
す
る
皮
肉
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。語
り
手
は
、

登
場
人
物
に
癒
着
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
く
一
定
の
距
離
を
取
る
。

　

随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
〈
芝
居
〉
の
引
用
の
う
ち
、
こ
こ
で
一
部
に

つ
い
て
書
い
て
置
き
た
い
。「
五
斗
兵
衛
が
末
胤
酔
へ
ば
三
郎
づ
れ
が
鉄

砲
の
音
位
ゐ
に
ハ
び
く
り
と
も
せ
ぬ
強
者
」
と
は
、
泉
三
郎
の
鉄
砲
の
音

で
目
を
覚
ま
す
五
斗
兵
衛
盛
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
由
来
す
る
が
、
こ
れ
も

三
段
目
の
通
称
「
五
斗
三
番
叟
」
で
知
ら
れ
る
「
義
経
腰
越
状
」［
千
簬

荘
ま
た
は
並
木
永
輔
、
宝
暦
３
年
初
演
］
な
ど
の
引
用
で
あ
り
、「
新
田

足
利
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
「
心
霊
矢
口
渡
」［
福
内
鬼
外
、
明
和
７
年
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初
演
］
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
太
平
記
も
の
の
〈
芝
居
〉
が
思
い
出
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
数
多
く
の
引
用
を
差
し
挟
み
つ
つ
、
語
り
は
小
春
そ
し

て
お
夏
と
俊
雄
の
交
渉
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

お
し
ゆ
ん
は
伝
兵
衛
お
さ
ん
ハ
茂
兵
衛
小
春
は
俊
雄
と
相
場
が
極
れ

ば
望
み
の
如
く
浮
名
は
広
ま
り
逢
ふ
だ
け
が
命
の
四
畳
半
に
差
向
ひ

の
置
炬
燵
ト
ン
ト
逆
上
ま
す
る
と
哢
は
れ
て
其
頃
は
嬉
し
く
偶
ま
か

け
ち
が
へ
バ
互
ひ
の
名
を
右
や
左
や
灰
へ
曲
書
一
里
を
千
里
と
帰
つ

た
あ
く
る
夜
千
里
を
一
里
と
復
た
出
て
来
て
顔
合
せ
れ
ば
そ
れ
で
気

が
済
む
雛
さ
ま
事
罪
の
な
い
遊
び
と
歌
川
の
内
儀
か
ら
が
評
判
し
た

り
し
が
或
夜
会
話
の
欠
乏
か
ら
容
赦
の
な
い
欠
伸
防
ぎ
に
お
前
と
一

番
の
仲
よ
し
ハ
と
俊
雄
が
出
し
た
即
題
を
儂
よ
り
歳
一
つ
上
の
お
夏

呼
ん
で
遣
つ
て
と
小
春
の
口
か
ら
説
勧
め
た
答
案
が
後
日
の
崇
り

　

前
述
の
「
心
中
天
網
島
」
に
お
け
る
小
春
と
治
兵
衛
の
設
定
を
受
け
継

ぎ
な
が
ら
、
通
称
「
堀
川
」
と
し
て
知
ら
れ
る
「
近
頃
河
原
達
引
」［
作

者
不
明
、
天
明
２
年
（
人
形
浄
瑠
璃
）・
天
明
５
年
初
演
（
歌
舞
伎
）］
な

ど
の
お
し
ゆ
ん
と
伝
兵
衛
、「
大
経
師
昔
暦
」［
近
松
門
左
衛
門
、
正
徳
５

年
（
人
形
浄
瑠
璃
）・
正
徳
５
年
（
歌
舞
伎
）
初
演
］
な
ど
の
お
さ
ん
と

茂
兵
衛
に
小
春
と
俊
雄
は
並
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
中
（「
心
中

天
網
島
」「
近
頃
河
原
達
引
」）、
磔
（「
大
経
師
昔
暦
」）
と
い
っ
た
悲
恋
・

死
の
イ
メ
ー
ジ
に
小
春
と
俊
雄
は
準
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
「
置
炬
燵
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
心
中
天

網
島
」
の
改
作
「
心
中
紙
屋
治
兵
衛
」［
近
松
半
二
、
安
永
７
年
初
演
］

を
さ
ら
に
改
作
し
た
「
天
網
島
時
雨
炬
燵
」
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
う
。「
置

炬
燵
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
炬
燵
で
う
た
た
寝
を
す
る
治
兵
衛
の
姿
が
引

用
さ
れ
て
お
り
、
本
作
の
文
章
が
実
に
緻
密
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、
小
春
と
お
夏
、
二
人
の
俊
雄
を
巡
る
い
ざ
こ
ざ
を
前
に
、

思
へ
ば
こ
の
味
ひ
が
恋
の
誠
と
俊
雄
は
精
一
杯
小
春
を
な
だ
め
唐
琴
屋

二
代
の
嫡
孫
色
男
の
免
許
状
を
み
づ
か
ら
拝
受
し
暫
く
お
夏
へ
の
足

を
ぬ
き
し
が
波
心
楼
の
大
一
坐
に
小
春
お
夏
が
婦
多
川
の
昔
を
今
に
、

　

と
語
ら
れ
る
が
、「
唐
琴
屋
二
代
の
嫡
孫
色
男
」
と
は
つ
ま
り
、「
梅
暦

辰
巳
園
（
梅
暦
）」［
為
永
春
水
、
明
治
３
年
初
演
］、
現
在
で
は
「
梅
ご

よ
み
」［
木
村
錦
花
、
昭
和
２
年
初
演
］
と
し
て
上
演
さ
れ
る
「
梅
暦
」

の
丹
次
郎
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、「
婦
多
川
の
昔
を
今
に
」

と
は
、
米
八
・
仇
吉
に
よ
る
丹
次
郎
を
め
ぐ
る
喧
嘩
に
、
小
春
・
お
夏
を
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準
え
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
場
面
で
引
用
さ
れ
た
〈
芝
居
〉
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
言

及
し
て
置
こ
う
。「
番
頭
丈
八
が
昔
語
り
」
と
は
「
お
駒
才
三
」
と
し
て

知
ら
れ
る
「
恋
娘
昔
八
丈
」［
松
貫
四
・
吉
田
角
丸
、
安
永
４
年
初
演
］

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
小
春
は
お
染
の
母
を
学
ん
で
」
と
あ
る
が
、「
お

染
の
母
」
と
は
お
染
久
松
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
「
新
版
歌
祭
文
」［
近

松
半
二
、
安
永
９
年
初
演
］
の
お
常
あ
る
い
は
「
於
染
久
松
色
読
売
」［
鶴

谷
南
北
、
文
化
10
年
初
演
］
の
貞
昌
の
こ
と
を
指
す
。「
千
古
不
変
万
世

不
朽
の
胸
づ
く
し
鐘
に
ご
ざ
る
数
々
の
怨
み
を
特
に
前
髪
に
命
じ
て
」
と

は
、
安
珍
・
清
姫
伝
説
を
元
と
し
、「
〽
鐘
に
う
ら
み
が
数
々
ご
ざ
る
」

と
い
う
長
唄
の
歌
詞
で
有
名
な
「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」［
藤
本
斗
文
、
宝

暦
３
年
初
演
］
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
「
道
成
寺
」
は
「
か
く
れ
ん

ぼ
」
冒
頭
部
で
俊
雄
が
見
た
と
い
う
九
代
目
団
十
郎
も
得
意
と
し
た
演
目

の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
物
語
で
は
一
つ
ひ
と
つ

の
言
葉
が
緻
密
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
は
皆
、
引
用
元
と
な
る
〈
芝
居
〉
に
お
け
る
状
況
や
境
遇
と
の

類
似
性
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、〈
芝
居
〉
の
登
場
人
物
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」

の
登
場
人
物
の
状
況
や
境
遇
を
重
ね
る
こ
と
で
、
引
用
元
の〈
芝
居
〉そ
の

も
の
が
持
つ
物
語
内
容
や
、
そ
れ
に
伴
う
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ

る
効
果
を
持
つ
。
む
ろ
ん
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
全
て
が
物
語
の
筋
に
影
響

を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
引
用
を
繰
り
返
し
行
う

こ
と
で
、
和
歌
の
本
歌
取
り
の
よ
う
に
表
現
の
重
層
化
が
図
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、
俊
雄
は
小
春
と
お
夏
の
み
な
ら
ず
、
秋
子
と
も
交
渉
す
る
よ
う

に
な
る
が
、
そ
の
際
、「
脆
い
と
申
せ
ば
女
程
脆
い
は
御
座
ら
ぬ
女
を
説

く
ハ
智
力
金
力
権
力
腕
力
こ
の
四
つ
を
除
け
て
他
に
求
む
べ
き
道
は
御
座

ら
ね
ど
」「
是
即
ち
女
受
の
秘
訣
色
師
た
る
者
の
具
備
す
べ
き
必
要
條
件
」

と
い
う
よ
う
に
、「
女
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
、「
女
受
の
秘

訣
」
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
色
事
に
関
す
る
批
評
的
な
語
り
が
展
開
さ
れ

て
い
く
。
こ
れ
ら
は
、
は
じ
め
は
初
心
で
あ
っ
た
俊
雄
が
、
色
事
の
作
法

を
会
得
し
た
こ
と
を
示
す
語
り
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
で
着
目
す
べ
き
は
、
小
春
、
お
夏
、
秋
子
と
の
間
の
痴
情
の

縺
れ
を
、「『
ら
い
ふ
、
お
ぶ
、
や
ま
む
ら
と
し
を
』
へ
特
筆
大
書
す
べ
き

始
末
と
な
り
し
に
」
と
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
か

ら
、
俊
雄
の
人
生
を
物
語
化
す
る
よ
う
な
志
向
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
語
り
は
そ
の
事
態
を
「
俊
雄
も
聊
か
辟
易
し
た
る
が
弱
き
を

扶
け
て
強
き
を
挫
く
と
江
戸
で
逢
た
る
長
兵
衛
殿
を
応
用
し
お
れ
ハ
お
れ

だ
と
小
春
お
夏
を
跳
飛
ば
し
泣
る
な
ら
泣
け
と
悪
ツ
ぽ
く
出
た
」
と
「
浮

世
柄
比
翼
稲
妻
（
御
存
鈴
ヶ
森
）」［
四
世
鶴
谷
南
北
、
文
政
６
年
初
演
］

に
お
い
て
白
井
権
八
を
助
け
る
幡
隨
院
長
兵
衛
を
「
応
用
」
し
て
語
る
。
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〈
芝
居
〉
に
お
け
る
任
侠
長
兵
衛
は
男
の
中
の
男
、
ま
さ
に
大
役
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
状
況
で
長
兵
衛
の
よ
う
な
大
き
い
役
を
引
き
合
い
に
出
す
の

は
些
か
滑
稽
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
直
前
で
小
春
と
お
夏
を
「
若

女
形
で
行
く
不
破
名
古
屋
」
と
す
る
の
も
、「
浮
世
柄
比
翼
稲
妻
」
か
ら

の
引
用
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
こ
の
文
章
が
緻
密
に
彫
琢
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
る
。

　

語
り
は
、
さ
ら
に
冬
吉
、
小
露
と
の
交
渉
、
そ
し
て
俊
雄
の
花
柳
界
通

い
か
ら
の
一
時
撤
退
へ
と
移
る
。「
そ
れ
倩
ら
い
ろ
は
四
十
七
文
字
を
按

ず
る
に
、
こ
ち
や
登
詰
め
た
る
や
ま
け
の
「
ま
」
が
脱
け
れ
ば
残
る
所
の

「
や
け
」
と
な
る
ハ
自
然
の
理
な
り
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

「
や
ま
け
」
と
い
う
字
の
「
ま
」
が
脱
ぬ
け
れ
ば
（「
間
抜
け
」
と
の
掛
詞
）

「
や
け
」（
自
棄
）
と
い
う
字
が
残
る
と
い
う
言
葉
遊
び
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
滑
稽
味
の
あ
る
、
戯
文
的
な
表
現
が
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
文
体

を
為
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
文
体

の
独
自
性
で
あ
ろ
う
。見
て
来
た
よ
う
に
、本
作
で
は
音
の
類
似
性
に
よ
っ

て
一
つ
ひ
と
つ
の
語
が
互
い
に
連
関
し
、
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る

内
容
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
の
緻
密
さ
が
滑
稽

味
を
帯
び
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
文
体
の

特
異
性
は
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
「
肱
を
落
書
の
墨
の
痕
淋
漓
た
る
十
露
盤
に
突
い
て
湯

銭
を
貸
本
に
か
す
り
春
水
翁
を
地
下
に
瞑
せ
し
む
る
の
儔
」
と
為
永
春
水

の
名
が
出
て
来
る
の
は
、
唐
琴
屋
の
丹
次
郎
か
ら
の
繋
が
り
で
あ
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
語
り
は
無
条
件
に
俊
雄
に
寄
り
添
う
も
の
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
、「
二
言
目
に
ハ
女
で
食
ふ
と
い
へ
ど
女
で
食
ふ
ハ
禽

語
楼
の
所
謂
実
母
散
と
清
婦
湯
他
ハ
一
度
女
に
食
れ
て
後
の
事
な
り
」「
自

堕
落
ハ
馴
れ
る
に
早
く
何
日
迄
も
血
気
熾
ん
と
我
れ
か
ら
信
用
を
剝
で
除

け
た
ま
ゝ
の
皮
何
う
な
る
も
の
か
と
沈
着
居
た
る
が
さ
て
朝
夕
を
共
に
す

る
と
な
れ
ば
各
〻
の
心
易
立
か
ら
襤
褸
が
現
は
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
語

り
に
は
、
語
り
手
の
批
評
的
言
説
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

物
語
は
、
雪
江
、
お
霜
と
の
交
渉
、
そ
し
て
俊
雄
が
「
名
代
の
色
悪
」

へ
と
変
貌
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
最
後
と
な
る
。
お
霜
に
責
め
ら
れ
た
俊
雄

は
、「
先
祖
の
助
六
さ
ま
へ
」
済
ま
な
い
と
、
歌
舞
伎
十
八
番
の
一
つ
で

あ
る
「
助
六
縁
江
戸
桜
」［
不
明
、
正
徳
３
年
］
の
助
六
を
自
身
の
先
祖

に
位
置
付
け
る
。
お
霜
に
謝
り
倒
し
て
い
る
状
況
で
、
江
戸
一
番
の
伊
達

男
の
末
裔
で
あ
る
と
自
ら
述
べ
る
俊
雄
は
実
に
滑
稽
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
最
終
場
面
で
特
徴
的
な
点
は
、「
最
う
千
秋
楽
と
俊
雄
ハ
幕
を
切

り
」
と
い
う
よ
う
に
、「
千
秋
楽
」「
幕
切
り
」
と
い
う
〈
芝
居
〉
の
用
語

が
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

村
様
の
村
ハ
む
ら
気
の
む
ら
、
三
十
前
か
ら
綱
で
ハ
行
か
ぬ
恐
ろ
し
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の
腕
と
戻
橋
の
狂
言
以
来
か
げ
の
仇
名
を
小
百
合
と
呼
ば
れ
あ
れ
と

云
へ
ば
点
頭
か
ぬ
者
の
な
い
名
代
の
色
悪
変
る
と
云
ふ
ハ
世
よ
り
心

不
目
出
度
し
〳
〵

　

と
「
戻
橋
の
狂
言
」
が
言
及
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
作
発
表
の
前
年
の

11
月
、
歌
舞
伎
座
の
中
幕
で
初
演
さ
れ
た
「
戻
橋
」［
河
竹
黙
阿
弥
、
明

治
23
年
初
演
］、
本
名
題
「
戻
橋
恋
角
文
字
」
の
こ
と
を
指
す
。
初
演
時
、

鬼
女
は
本
作
冒
頭
に
も
登
場
し
た
五
世
菊
五
郎
、
綱
は
二
世
市
川
左
団
次

で
あ
っ
た
。

　

俊
雄
は
坂
田
金
時
、
卜
部
季
武
、
碓
井
貞
光
と
と
も
に
源
頼
光
に
仕
え

た
渡
辺
綱
で
は
な
く
、
実
は
鬼
女
で
あ
っ
た
小
百
合
と
い
う
仇
名
で
呼
ば

れ
る
。「
村
様
の
む
ら
」「
む
ら
気
の
む
ら
」「
綱
」
と
い
う
音
の
連
想
か

ら
「
戻
橋
」
が
導
き
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
綱
」
と
並
ぶ
「
小
百
合
」
へ

と
言
葉
が
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、「
変
る
と
云
ふ
ハ
世
よ
り
心
」
と
は
、「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」

［
二
世
竹
田
出
雲
・
三
好
松
洛
・
並
木
千
柳
、
寛
延
１
年
初
演
］
九
段
目

「
山
科
閑
居
の
場
」
の
「
〽
移
り
変
る
は
世
の
習　

変
ら
ぬ
は
親
心
」
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
、
俊
雄
が
「
色
悪
」
と

い
う
〈
芝
居
〉
の
役
へ
と
変
貌
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち

ろ
ん
、
立
役
で
は
な
く
女
形
で
あ
る
小
百
合
は
「
色
悪
」
で
は
な
い
の
だ

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
し
た
い
。

五
、
俊
雄
が
準
え
る
／
準
え
ら
れ
る
〈
芝
居
〉

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
物
語
内
容
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
作
に
引
用

さ
れ
た
様
々
な
〈
芝
居
〉
の
中
で
も
、
俊
雄
が
自
ら
を
準
え
る
、
あ
る
い

は
、
俊
雄
が
人
か
ら
準
え
ら
れ
る
〈
芝
居
〉
に
着
目
し
た
い
。
と
い
う
の

も
、こ
れ
ら
の〈
芝
居
〉に
は
、状
況
や
境
遇
の
類
似
性
か
ら
引
用
さ
れ
、そ

の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
表
現
の
重
層
化
を
図
る
と
い
う
機
能
だ
け
に
留
ま

ら
な
い
、着
目
す
べ
き
機
能
や
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
一
つ
目
が
、「
心
中
天
網
島
」
の
紙
屋
治
兵
衛
で
あ
る
。

着
た
る
糸
織
の
襟
を
内
々
直
し
た
る
初
心
さ
小
春
俊
雄
は
語
呂
が
悪

い
蜆
川
の
御
厄
介
に
ハ
な
ら
ぬ
こ
と
だ
と
同
伴
の
男
が
頓
着
な
く
混

返
す
ほ
ど
猶
逡
巡
み
し
た
る
が
孰
か
知
ら
ん
異
日
の
治
兵
衛
は
こ
の

俊
雄
今
宵
が
色
酒
の
浸
初
め
鳳
雛
麟
児
は
母
の
胎
内
を
出
で
し
日
の

仮
り
名
に
と
ゞ
め
て
あ
は
れ
評
判
の
秀
才
も
こ
れ
よ
り
ぞ
無
茶
と
な

り
け
る
［
…
］
お
し
ゆ
ん
は
伝
兵
衛
お
さ
ん
ハ
茂
兵
衛
小
春
は
俊
雄

と
相
場
が
極
れ
ば
望
み
の
如
く
浮
名
は
広
ま
り
逢
ふ
だ
け
が
命
の
四
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畳
半
に
差
向
ひ
の
置
炬
燵
ト
ン
ト
逆
上
ま
す
る
と
哢
は
れ
て
其
頃
は

嬉
し
く
偶
ま
か
け
ち
が
へ
バ
互
ひ
の
名
を
右
や
左
や
灰
へ
曲
書
一
里

を
千
里
と
帰
つ
た
あ
く
る
夜
千
里
を
一
里
と
復
た
出
て
来
て
顔
合
せ

れ
ば
そ
れ
で
気
が
済
む
雛
さ
ま
事
罪
の
な
い
遊
び
と
歌
川
の
内
儀
か

ら
が
評
判
し
た
り
し
が

　

こ
の
よ
う
に
、
同
伴
の
男
や
世
間
と
い
っ
た
他
者
が
俊
雄
を
紙
屋
治
兵

衛
に
準
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
心
中
天
網
島
」
で
は
、
治
兵
衛
の

妻
お
さ
ん
へ
の
義
理
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
綱
島
の
大
長
寺
で
小
春
と
治

兵
衛
は
心
中
し
、果
て
る
。二
人
は
手
に
手
を
取
っ
て
心
中
へ
と
赴
く
が
、

大
長
寺
ま
で
の
間
、
天
神
橋
か
ら
過
ぎ
て
来
た
い
く
つ
も
の
橋
を
振
り
返

り
、「
あ
れ
見
や
」
と
そ
の
先
に
あ
る
橋
を
指
し
示
し
、
死
へ
の
道
を
歩

む
道
行
「
名
残
り
の
橋
づ
く
し
」
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
治

兵
衛
に
準
え
ら
れ
る
俊
雄
に
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
〈
芝
居
〉
は
、「
梅
暦
」
で
あ
る
。

思
へ
ば
こ
の
味
ひ
が
恋
の
誠
と
俊
雄
ハ
精
一
杯
小
春
を
な
だ
め
唐
琴

屋
二
代
の
嫡
孫
色
男
の
免
許
状
を
み
づ
か
ら
拝
受
し
暫
く
お
夏
へ
の

足
を
ぬ
き
し
が
波
心
楼
の
大
一
坐
に
小
春
お
夏
が
婦
多
川
の
昔
を
今

に
、
何
う
や
ら
話
せ
る
幕
が
あ
つ
た
と
聞
き
そ
れ
も
な
ら
ぬ
と
又
福

よ
し
へ
ま
ぐ
れ
込
み
お
夏
を
呼
べ
ば
お
夏
ハ
お
夏
名
誉
賞
牌
を
孰
ら

へ
と
も
落
し
か
ね
る
を
小
春
が
見
る
か
ら
又
か
と
泣
て
懸
る
に
最
う

ふ
ツ
つ
り
と
浮
気
ハ
せ
ぬ
と
砂
糖
八
分
の
申
開
厭
気
と
い
ふ
も
実
ハ

未
練

　

と
あ
る
よ
う
に
、
小
春
と
お
夏
に
取
り
合
い
を
さ
れ
る
俊
雄
は
、
自
身

を
「
梅
暦
」
の
丹
次
郎
と
し
て
積
極
的
に
準
え
て
い
る
。

　
「
梅
暦
」
と
い
う
と
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
発
表
の
後
に
上
演
さ
れ
る
木
村

錦
花
に
よ
る
現
行
「
梅
ご
よ
み
」（
昭
和
２
年
初
演
）
の
印
象
が
強
い
が
、

こ
の
「
梅
ご
よ
み
」
は
、
明
治
３
年
に
上
演
さ
れ
た
「
梅
暦
辰
巳
園
」
を

基
に
作
ら
れ
た
と
い
う
。「
婦
多
川
」
で
の
顛
末
、
つ
ま
り
〈
芝
居
〉
で

有
名
な
仇
吉
が
丹
次
郎
の
た
め
に
仕
立
て
た
羽
織
を
踏
む
喧
嘩
の
場
面

は
、
春
水
の
原
作
で
は
「
梅
暦
辰
巳
之
園
」
に
該
当
す
る
。

　

丹
次
郎
は
米
八
・
仇
吉
・
お
長
（
蝶
）
に
愛
さ
れ
、
貢
が
れ
る
色
男
で

あ
り
、
そ
こ
に
死
の
影
は
な
い
。
む
し
ろ
、
生
命
力
に
溢
れ
た
人
物
で
あ

る
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
俊
雄
は
、
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
人
物

に
自
ら
を
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

三
つ
目
の
〈
芝
居
〉
は
、「
助
六
縁
江
戸
桜
」
で
あ
る
。
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お
霜
ハ
ほ
ん
と
ゝ
口
を
明
い
て
あ
き
る
ゝ
こ
と
曲
亭
流
を
以
て
せ
バ

半
晌
許
兎
も
角
大
事
な
い
顔
な
れ
ど
潰
さ
れ
た
う
ら
み
を
言
て
〳
〵

言
ま
く
ら
う
と
俊
雄
の
跡
を
つ
け
ね
ら
ひ
、
そ
れ
で
も
貴
郎
ハ
済
ま

す
る
か
、
済
ま
ぬ
〳
〵
真
実
済
ま
ぬ
、
屹
度
済
ま
せ
ぬ
か
、
屹
度
済

ま
せ
ぬ
、其
済
ま
ぬ
ハ
誰
へ
で
御
座
り
ま
す
、先
祖
の
助
六
さ
ま
へ
、

何
で
御
座
ん
す
と
振
上
げ
て
ぶ
つ
真
似
の
お
霜
の
手
を
俊
雄
は
執
ら

へ
是
で
は
な
お
済
む
ま
い
と
恋
ハ
追
々
下
へ
落
て
遂
に
ふ
た
り
が
水

と
魚
と
の
交
を
隔
て

　

こ
の
よ
う
に
、
俊
雄
は
自
身
の
先
祖
に
助
六
を
位
置
付
け
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
助
六
の
末
裔
で
あ
る
と
い
う
俊
雄
の
自
己
認
識
が
窺
え
よ
う
。

　

実
際
の
助
六
は
花
魁
揚
巻
と
心
中
し
た
の
で
あ
る
が
、〈
芝
居
〉
に
お

け
る
助
六
は
心
中
や
死
の
要
素
が
抹
消
さ
れ
、
実
は
曽
我
の
五
郎
時
致
で

あ
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
。
最
終
的
に
髯
の
意
休
を
討
ち
果
た
す
助
六
は
、

江
戸
一
番
の
伊
達
男
で
あ
り
、
喧
嘩
の
強
い
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生

の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
た
人
物
の
血
筋
に
俊
雄
は
自
己
を
準
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

四
つ
目
の
〈
芝
居
〉
は
、「
戻
橋
」
で
あ
る
。

村
様
の
村
ハ
む
ら
気
の
む
ら
、
三
十
前
か
ら
綱
で
ハ
行
か
ぬ
恐
ろ
し

の
腕
と
戻
橋
の
狂
言
以
来
か
げ
の
仇
名
を
小
百
合
と
呼
ば
れ
あ
れ
と

云
へ
ば
点
頭
か
ぬ
者
の
な
い
名
代
の
色
悪
変
る
と
云
ふ
ハ
世
よ
り
心

不
目
出
度
し
〳
〵

　

と
、
俊
雄
は
「
戻
橋
」
の
上
演
以
来
、
実
は
鬼
女
で
あ
っ
た
小
百
合
に

他
者
か
ら
準
え
ら
れ
て
い
る
。

　

歌
舞
伎
舞
踊
「
戻
橋
」
で
は
、
渡
辺
綱
は
一
条
戻
橋
で
美
し
い
娘
・
小

百
合
と
出
会
う
が
、
水
面
に
映
る
影
を
見
た
綱
は
、
小
百
合
が
実
は
愛
宕

山
の
悪
鬼
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
片
腕
を
切
り
落
と
す
。
小
百
合
は

黒
雲
の
中
に
消
え
、「
〽
失
せ
に
け
り
」
と
い
う
常
磐
津
の
語
り
と
と
も

に
幕
切
れ
と
な
る
。と
す
る
と
、こ
こ
で
も
他
者
か
ら
俊
雄
に
死
の
イ
メ
ー

ジ
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
四
つ
の
〈
芝
居
〉
か
ら
、
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
自
ら
を
結
び
付
け

よ
う
と
す
る
俊
雄
の
「
心
理
」
が
窺
え
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
「
心
理
」

は
、
苦
悩
や
葛
藤
と
い
っ
た
内
面
の
告
白
と
直
ち
に
結
び
つ
く
よ
う
な
、

一
般
的
に
想
起
さ
れ
る
近
代
小
説
に
お
け
る「
心
理
」と
は
些
か
異
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
か
ら
は
、
自
身
を
生
命
力
溢
れ
る
人
物
と
重
ね
よ
う
と
す

る
俊
雄
の
心
の
あ
り
か
た
、
精
神
作
用
が
確
か
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
は
、〈
芝
居
〉
の
引
用
と
い
う
形
で
、
俊
雄
と

い
う
個
人
の
姿
、
心
情
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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本
作
で
引
用
さ
れ
る
〈
芝
居
〉
の
中
で
も
、
俊
雄
が
自
ら
を
準
え
る
、

あ
る
い
は
他
者
に
準
え
ら
れ
る
〈
芝
居
〉
は
、
元
の
物
語
が
持
つ
イ
メ
ー

ジ
を
単
に
踏
襲
し
、
増
幅
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
引
用
元
の
〈
芝
居
〉
を

参
照
す
る
こ
と
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
類
似
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
〈
芝
居
〉
と
の
差
異
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
差
異
性
の
中
に
、

「
心
理
」
と
も
言
い
換
え
可
能
な
、
俊
雄
の
在
り
方
の
独
自
性
が
見
出
せ

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
他
者
に
よ
る
評
価
は
死
を
志
向
し
て
お
り
、
自
己
認
識
は
生
を

志
向
し
て
い
る
と
い
う
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
＝
自
分
は
何
者
で
あ
る

の
か
）
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
（
＝
他
者
が
自
分
を
何
者
と
名
指
し
て
い

る
か
）
の
ず
れ
を
、
こ
の
物
語
は
図
ら
ず
も
開
示
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

「
個
人
」
と
い
う
概
念
が
も
た
ら
す
近
代
の
問
題
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、〈
芝
居
〉
と
は
類
型
で
あ
り
、〈
芝
居
〉
を
た
だ
羅
列
し
た

だ
け
で
は
そ
こ
か
ら
「
心
理
」
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
作
で

引
用
さ
れ
る
〈
芝
居
〉
の
多
く
は
、
既
存
の
物
語
の
登
場
人
物
の
状
況
や

境
遇
、
つ
ま
り
〈
芝
居
〉
の
類
型
を
巧
み
に
利
用
し
、
重
層
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
効
果
的
に
喚
起
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
引
用
の
中
に
、
こ
の
物

語
独
自
の
「
心
理
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

重
要
な
の
は
、
本
作
で
は
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
機
能
に
留
ま
ら
な
い

引
用
が
、
俊
雄
の
自
己
認
識
や
他
者
か
ら
の
認
識
に
関
わ
る
語
り
の
中
で

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
芝
居
〉
の
類
型
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
し
た
の
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
俊
雄
の
独
自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
、〈
芝
居
〉
が
元
々
有
す
る
類
型
性
と
、
物
語
内
容
の
異

な
る
様
々
な
〈
芝
居
〉
を
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
積
み
重
ね
た
イ
メ
ー
ジ

と
の
落
差
に
よ
っ
て
、
既
存
の
類
型
と
し
て
の
〈
芝
居
〉
の
登
場
人
物
と

は
異
な
る
俊
雄
の
姿
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
差
異
化
さ

れ
た
姿
こ
そ
が
、
類
型
へ
と
回
帰
さ
れ
な
い
、
俊
雄
の
「
個
人
」
と
し
て

の
姿
な
の
で
あ
る
。

　

俊
雄
は
、
他
者
に
よ
る
評
価
が
示
す
「
死
」、
自
己
認
識
で
あ
る
「
生
」

の
ど
ち
ら
に
偏
る
の
で
も
な
く
、
乖
離
し
た
二
つ
の
狭
間
に
存
在
す
る
。

二
つ
の
可
能
性
が
提
示
さ
れ
な
が
ら
も
、「
死
」
と
い
う
類
型
に
も
「
生
」

と
い
う
類
型
に
も
陥
ら
な
い
こ
と
が
ま
さ
に
、
俊
雄
が
類
型
か
ら
抜
け
出

し
て
い
る
証
拠
で
あ
り
、
俊
雄
の
独
自
性
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
だ）

（1
（

。

　

そ
も
そ
も
自
己
と
は
、
他
者
と
の
不
断
の
対
立
関
係
や
緊
張
関
係
か
ら

見
出
さ
れ
更
新
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
自
己
へ
の
認

識
と
他
者
か
ら
の
認
識
の
落
差
に
葛
藤
が
生
じ
な
い
、
む
し
ろ
断
絶
し
て

い
る
点
こ
そ
が
こ
の
物
語
の
近
代
性
だ
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ

の
よ
う
な
あ
り
か
た
は
、
自
我
の
目
覚
め
た
個
人
が
社
会
と
ぶ
つ
か
り
葛

藤
す
る
と
い
う
近
代
文
学
の
パ
タ
ー
ン
の
裏
返
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
代
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的
自
我
の
問
題
を
前
に
懊
悩
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
俊
雄
の
姿
は
、
近

代
を
提
示
し
な
が
ら
、
類
型
に
陥
っ
た
他
の
近
代
小
説
を
逆
照
射
す
る
。

更
に
言
え
ば
、
こ
の
点
が
ま
さ
に
綠
雨
文
学
の
特
徴
と
も
い
え
る
「
皮
肉

冷
笑
」
で
あ
る
と
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

　

思
う
に
、
こ
れ
は
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
思
入
れ
」
と
相
似
す
る
「
心
理
」

描
写
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
歌
舞
伎
で
は
、
顔
の
表
情
に
個
性
的
な
表
現

を
許
さ
ず
、
動
作
と
姿
態
が
そ
れ
を
代
行
す
る
。
特
別
に
俳
優
に
心
理
状

態
を
描
写
さ
せ
る
く
だ
り
で
は
、「
ト
思
入
れ
あ
っ
て
」
と
ト
書
き
し
て

俳
優
の
工
夫
に
任
せ
、
そ
の
ト
書
き
の
す
べ
て
に
感
情
心
理
の
型
を
含
め

さ
せ
る
の
だ）

（1
（

。こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」で
は
、

殊
更
に
自
身
を
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
俊
雄
の「
心
理
」

と
も
言
え
る
も
の
が
、
俊
雄
が
自
身
を
丹
次
郎
や
助
六
と
い
う
〈
芝
居
〉

の
登
場
人
物
に
準
え
る
行
為
に
よ
っ
て
暗
に
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
俊
雄
の
心
の
あ
り
か
た
を
語
り
に
よ
っ
て
描
写
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。
現
に
、
登
場
人
物
の
内
面
を
語
り
に
よ
っ
て
表
現
す
る
よ
う
な
心

理
描
写
が
近
代
文
学
の
標
準
的
な
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
か

く
れ
ん
ぼ
」
で
は
そ
の
よ
う
な
方
法
は
採
用
さ
れ
な
い
。
語
り
に
よ
っ
て

詳
述
す
る
の
で
は
な
く
、
引
用
と
い
う
〈
型
〉
で
、
し
か
も
そ
の
〈
型
〉

を
い
く
つ
も
重
ね
、
本
来
の
姿
か
ら
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
心
理
」

を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

六
、〈
芝
居
〉
と
し
て
の
「
か
く
れ
ん
ぼ
」

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」が〈
芝
居
〉的
な
物
語
で
あ
る
こ
と
は
概
ね
明
確
と
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。
四
章
と
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
志
向
が
直
接

的
に
表
現
さ
れ
た
部
分
を
今
一
度
確
認
し
た
い
。

小
春
ハ
赤
お
夏
ハ
萌
黄
の
天
鵞
絨
を
鼻
緒
に
し
た
る
下
駄
の
音
荒
々

し
く
俊
雄
秋
子
が
妻
も
籠
れ
り
我
れ
も
籠
れ
る
武
蔵
野
へ
一
度
に
ど

つ
と
示
威
運
動
の
吶
声
座
敷
が
座
敷
だ
け
秋
子
は
先
刻
逃
水
『
ら
い

ふ
、
お
ぶ
、
や
ま
む
ら
と
し
を
』
へ
特
筆
大
書
す
べ
き
始
末
と
な
り

し
に
俊
雄
も
聊
か
辟
易
し
た
る
が

　

二
重
鍵
括
弧
を
用
い
、『
ら
い
ふ
、
お
ぶ
、
や
ま
む
ら
と
し
を
』
と
名

付
け
る
こ
の
語
り
は
、
出
来
事
を
物
語
化
＝
戯
曲
化
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
俊
雄
の
出
来
事
の
〈
芝
居
〉
化
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
物
語
の
末
尾
を
見
て
欲
し
い
。

山
村
の
定
紋
負
て
ハ
居
ぬ
と
お
霜
が
櫛
へ
蒔
絵
し
た
日
を
最
う
千
秋

楽
と
俊
雄
ハ
幕
を
切
り
元
木
の
冬
吉
へ
再
び
焼
附
い
た
腐
れ
縁
燃
盛
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る
噂
に
雪
江
お
霜
は
顔
見
合
せ
鼠
繻
珍
の
煙
草
入
を
奥
歯
で
噛
ん
で

畳
の
上
敷
き
へ
投
り
つ
け
扨
て
ハ
村
様
か
目
が
足
り
な
ん
だ
と
其
あ

く
る
日
の
髪
結
に
ま
で
当
り
散
ら
し
欺
さ
れ
て
啼
く
月
夜
烏
ま
よ
は

ぬ
こ
と
ゝ
触
廻
り
し
よ
り
村
様
の
村
ハ
む
ら
気
の
む
ら
、
三
十
前
か

ら
綱
で
は
行
か
ぬ
恐
ろ
し
の
腕
と
戻
橋
の
狂
言
以
来
か
げ
の
仇
名
を

小
百
合
と
呼
ば
れ
あ
れ
と
云
へ
ば
点
頭
か
ぬ
者
の
な
い
名
代
の
色
悪

変
る
と
云
ふ
ハ
世
よ
り
心
不
目
出
度
し
〳
〵

　
「
千
秋
楽
」「
幕
を
切
り
」
と
俊
雄
の
行
動
や
状
況
を
〈
芝
居
〉
の
用
語

で
準
え
て
い
る
。
ま
た
、
物
語
を
通
し
て
、
俊
雄
が
初
心
と
い
う
状
態
か

ら
「
色
悪
」
と
い
う
〈
芝
居
〉
の
役
柄
へ
と
変
貌
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
。
歌
舞
伎
の
役
柄
で
あ
る
「
色
悪
」
と
は
、
敵
役
の
一
つ
で
あ

る
。
表
面
は
二
枚
目
で
あ
る
が
、
色
事
を
演
じ
な
が
ら
、
実
は
残
酷
な
悪

人
で
、
女
を
裏
切
る
悪
人
の
役
の
こ
と
を
指
す）

（1
（

。
つ
ま
り
「
色
悪
」
は
立

役
の
一
種
で
あ
る
た
め
、
女
形
で
あ
る
小
百
合
と
は
直
接
的
に
は
重
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
言
葉
は
小
百
合
に
掛
か
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
花
柳
界
で
の
交
渉
を
通
し
て
変
貌
し
た
俊
雄
の
あ
り
さ
ま
を

指
し
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
俊

雄
が
役
柄
化
す
る
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
、「
不
目
出
度
し
〳
〵
」
と
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
を
顕
在
的
な
形

で
物
語
化
し
、
ま
る
で
チ
ョ
ン
と
柝
を
打
つ
よ
う
な
幕
切
れ
を
演
出
す
る

語
り
で
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
擱
筆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
舞
台
で
あ
る
花
柳
界
と
い
う
場
所
自

体
が
〈
芝
居
〉
的
な
場
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
芸
者
と
客
は
座

敷
と
い
う
舞
台
で
疑
似
的
な
恋
愛
関
係
を
演
じ
る
。「
か
く
れ
ん
ぼ
」で
は
、

小
春
、
お
夏
を
は
じ
め
と
す
る
女
た
ち
は
芸
者
と
い
う
役
を
、
客
で
あ
る

俊
雄
は
旦
那
と
い
う
役
を
見
事
に
演
じ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
か
ら
は
、
語
ら
れ
た
俊
雄
の
人
生
を

物
語
化
＝
〈
芝
居
〉
化
す
る
よ
う
な
語
り
が
窺
え
る
。「
か
く
れ
ん
ぼ
」

と
い
う
こ
の
物
語
自
体
が
〈
芝
居
〉
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
が
単
に
虚
構
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
意
味

に
留
ま
ら
な
い
。〈
芝
居
〉
に
は
じ
ま
り
〈
芝
居
〉
に
終
わ
る
こ
の
作
品

で
は
、
引
用
や
地
口
に
満
ち
た
文
体
が
常
に
先
行
す
る
〈
芝
居
〉
を
想
起

さ
せ
な
が
ら
、
物
語
自
体
も
〈
芝
居
〉
化
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
二

重
に
作
用
し
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
。

七
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、〈
芝
居
〉
に
着
目
し
て
綠
雨
の
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
考
察

を
試
み
た
。
引
用
さ
れ
る
〈
芝
居
〉
を
丹
念
に
追
う
と
、
先
行
論
で
は
そ
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の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
個
人
の
「
心
理
」
が
、（
事
後
的
に
み
る
と
）

近
代
小
説
の
正
統
と
さ
れ
る
方
法
と
は
異
な
っ
た
形
で
、
丹
念
に
書
き
込

ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
〈
芝
居
〉
と
は
虚
構
の
世
界
に
遊
ぶ
行
為
で
あ
る
が
、
か
く
れ
ん
ぼ
と

い
う
遊
戯
を
題
名
と
す
る
こ
の
虚
構
の
物
語
も
ま
た
〈
芝
居
〉
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

粟
飯
原
匡
伸
論）

（1
（

は
、

　

引
用
の
多
く
は
、
タ
イ
ト
ル
、
人
物
、
語
句
、
主
題
に
限
ら
れ
、

他
の
テ
ク
ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
的
に
立
ち
上
げ
表
現
に
重
層
性

を
与
え
て
い
る
が
、
一
読
し
て
引
用
が
分
か
る
も
の
も
多
く
あ
る
も

の
の
、そ
の
大
半
は
地
の
文
に
埋
没
さ
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
く
。

こ
う
い
っ
た
引
用
を
探
し
だ
し
て
い
く
作
業
も
ま
た〈
か
く
れ
ん
ぼ
〉

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
首
肯
す
べ
き
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
他
の
テ
ク
ス
ト
に
も

そ
の
よ
う
な
側
面
は
あ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
と

い
う
点
に
特
徴
が
あ
ろ
う
。「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
、
か
く
れ
ん
ぼ
＝
潜
在

し
て
い
る
引
用
と
戯
れ
る
必
要
の
あ
る
、
遊
戯
を
求
め
る
テ
ク
ス
ト
で
あ

る
の
だ
。

　
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
文
体
は
非
常
に
〈
戯
作
〉
的
で
あ
る
。
縁
語
・
類
語
・

掛
詞
・
地
口
・
洒
落
・
引
用
と
い
っ
た
、
音
や
意
味
に
よ
る
類
似
性
に
よ
っ

て
引
き
出
さ
れ
て
い
く
技
芸
と
し
て
の
言
葉
の
多
層
性
・
豊
穣
性
は
、（
例

外
は
あ
る
も
の
の
）
近
代
小
説
が
そ
の
成
立
過
程
で
捨
象
し
て
い
っ
た
要

素
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
の
言
葉
に
は
代
替
不
可
能
な
、
総
て
が

連
関
す
る
よ
う
な
綠
雨
の
そ
の
緻
密
な
文
体
は
、
語
彙
・
文
体
の
レ
ベ
ル

で
は
極
め
て
平
板
化
し
て
い
っ
た
日
本
の
近
代
小
説
の
姿
を
逆
照
射
す
る

だ
ろ
う）

11
（

。

　

近
代
小
説
成
立
の
過
渡
期
で
あ
っ
た
明
治
二
十
年
代
に
書
か
れ
た
「
か

く
れ
ん
ぼ
」
は
、
回
顧
的
に
見
れ
ば
そ
の
後
の
文
学
史
の
王
道
に
な
り
得

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
一
見
、「
前
近
代
」
あ
る
い
は
「
反
近
代
」

の
よ
う
に
見
え
る
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
、
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ

う
に
実
は
近
代
的
要
素
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
、
本
作
が
「
大
日

本
帝
国
憲
法
」「
株
式
会
社
」「
電
話
」「
天
気
予
報
」「
絵
入
新
聞
」
と
い

う
、
同
時
代
的
・
近
代
的
な
事
項
を
文
章
中
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
近
代
小
説
を
逆
照
射
す
る
よ
う
な
文
体
や
俊
雄
の

個
と
し
て
の
姿
、「
心
理
」
描
写
の
あ
り
方
は
、
同
時
代
を
的
確
に
捉
え

つ
つ
、
そ
れ
を
反
転
さ
せ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
近
代
的
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」に
お
い
て
夥
し
く
引
用
さ
れ
る
様
々
な〈
芝
居
〉

は
、
先
行
す
る
〈
芝
居
〉
と
の
類
似
性
・
差
異
性
の
提
示
に
よ
っ
て
、「
か
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く
れ
ん
ぼ
」
を
既
存
の
そ
れ
と
は
違
う
形
の
〈
近
代
小
説
〉
た
ら
し
め
る

装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
殆
ど
無
意

識
の
う
ち
に
請
け
負
っ
て
き
た
、
綠
雨
の
文
体
や
物
語
内
容
が
近
代
的
で

は
な
い
と
い
う
前
提
は
、
今
一
度
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
記　

本
稿
は
令
和
１
年
10
月
５
日
に
開
催
さ
れ
た
國
學
院
大
學
國
文
學
會
十
月
例

会
に
於
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
会
場
に
て
貴
重
な
意
見
を
賜
っ
た
皆
さ

ま
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
註
】

（
１
） 

齋
藤
綠
雨「
か
く
れ
ん
ぼ　

故
齋
藤
綠
雨
君
談
話
」（
伊
原
青
々
園
、後
藤
宙
外『
唾

玉
集
』
春
陽
堂
、
明
治
39
年
９
月
）

（
２
） 

無
署
名
「
文
芸
時
評
」（「
日
本
評
論
」
明
治
24
年
７
月
）

（
３
） 

Ｆ
．
Ｃ
．
Ａ
「
か
く
れ
ん
ぼ
」（「
国
民
之
友
」
明
治
24
年
９
月
）。
Ｆ
．
Ｃ
．
Ａ

と
は
不
知
庵
、
つ
ま
り
内
田
魯
庵
で
あ
る
。

（
４
） 

無
署
名
「
か
く
れ
ん
ぼ
」（「
読
売
新
聞　

附
録
」「
批
評
」
明
治
24
年
８
月
１
日
）。

無
署
名
で
は
あ
る
が
、明
治
24
年
の「
読
売
新
聞
」「
批
評
」欄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

坪
内
逍
遥
に
よ
る
評
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。

（
５
） 

湯
地
孝
「
解
説
」（『
か
く
れ
ん
ぼ
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
14
年
５
月
）

（
６
） 

伊
藤
整
「
近
代
日
本
人
の
発
想
の
諸
形
式
」（「
思
想
」
昭
和
28
年
２
月
、
３
月
）

（
７
） 

池
田
一
彦
「
斎
藤
緑
雨
『
か
く
れ
ん
ぼ
』」（「
國
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

平
成
６
年
６
月
）

（
８
） 

河
合
恒
「
斉
藤
緑
雨
『
か
く
れ
ん
ぼ
』
に
お
け
る
〈
叙
〉
の
意
義
」（「
國
學
院
雑

誌
」
平
成
17
年
10
月
）

（
９
） 

粟
飯
原
匡
伸
「
斎
藤
緑
雨
『
か
く
れ
ん
ぼ
』
に
お
け
る
批
評
精
神
」（「
國
學
院
雑

誌
」
平
成
18
年
３
月
）

（
10
） 「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
は
、
吉
田
精
一
に
よ
る
註
釈
（『
日
本
近
代
文
学
大
系
47　

明

治
短
篇
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
45
年
５
月
））
や
、
花
崎
真
也
・
川
岸
絢
子
に
よ

る
脚
注
（『
明
治
の
文
学
第
15
巻　

斎
藤
緑
雨
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
14
年
７
月
））、

宗
像
和
重
に
よ
る
校
注（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
篇
29　

風
刺
文
学
集
』（
岩

波
書
店
、
平
成
17
年
10
月
））
な
ど
充
実
し
た
注
釈
が
施
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も

こ
れ
ら
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
11
） 

理
論
書
と
し
て
は
、
話
し
こ
と
ば
に
近
い
文
体
で
書
か
れ
た
円
朝
の
速
記
本
（
三

遊
亭
円
朝
『
怪
談
牡
丹
燈
籠
』
初
版　

全
十
三
篇
の
う
ち
の
五
、六
篇
（
東
京
稗

史
出
版
社
、
明
治
17
年
８
、９
月
））
を
評
価
し
た
坪
内
逍
遙
の
『
小
説
神
髄
』（
松

月
堂
、
明
治
18
年
９
月
～
明
治
19
年
４
月
）、
物
集
高
見
の
『
言
文
一
致
』（
平
尾

鍗
蔵
、
明
治
19
年
３
月
）、
矢
野
文
雄
の
『
日
本
文
体
文
字
新
論
』（
報
知
社
、
明

治
19
年
３
月
）、末
松
謙
澄
の『
日
本
文
章
論
』（
東
京
文
学
社
、明
治
19
年
11
月
）、

山
田
美
妙
「
言
文
一
致
論
概
略
」（「
学
海
之
指
針
」
明
治
21
年
２
月
、
３
月
）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
実
作
と
し
て
は
二
葉
亭
四
迷
の
『
新
編
浮
雲
』（
金
港
堂
、

明
治
20
年
６
月
～
明
治
22
年
８
月
）
や
山
田
美
妙
の
『
夏
木
立
』（
金
港
堂
、
明

治
21
年
８
月
）
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

（
12
） 

馬
場
孤
蝶
「
綠
雨
君
の
作
を
選
み
て
」（『
現
代
日
本
全
集
』
第
７
篇　

改
造
社
、

昭
和
４
年
２
月
）

（
13
） 

註
（
１
）
に
同
じ

（
14
） 

正
直
正
太
夫「
初
学
小
説
心
得
」（「
読
売
新
聞
」明
治
23
年
２
月
14
日
～
３
月
14
日
）

（
15
） 

作
者
綠
雨
に
寄
り
沿
え
ば
、「
油
地
獄
」
序
文
の
中
で
、「
歴
史
的
妄
想
」「
小
説

的
妄
想
」
に
つ
い
て
言
及
し
つ
つ
、
物
語
の
登
場
人
物
へ
の
同
情
・
同
化
を
「
こ

の
場
合
に
ハ
、
こ
れ
を
小
説
と
云
ふ
よ
り
芝
居
と
云
ひ
た
い
」
と
述
べ
、
小
説
と
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芝
居
を
峻
別
し
て
い
る
。

（
16
） 

季
節
の
名
前
が
付
さ
れ
、
代
替
可
能
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
芸
者
た
ち
は

類
型
で
あ
る
と
も
い
え
、
女
の
「
心
理
」
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
も
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
本
作
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
近
代
文
学
の
問

題
で
あ
り
、
同
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
作
品
に
お
い
て
も
、
同
様
の
問
題
を

孕
む
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
本
稿
で
は
、「
心
中
天
網
島
」
と
重
ね
る
た
め

に
「
小
春
」
の
名
が
出
現
し
、
そ
の
「
小
春
」
と
い
う
語
が
「
お
夏
」「
秋
子
」

と
次
の
言
葉
を
産
ん
で
い
く
類
語
・
縁
語
的
な
、
言
葉
遊
び
の
機
能
と
し
て
芸
者

の
名
前
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
た
い
。

（
17
） 『
日
本
古
典
文
学
大
系
98　

歌
舞
伎
十
八
番
集
』（
岩
波
書
店
、昭
和
40
年
６
月
）「
用

語
一
覧
」「
思
入
れ
」
参
照
。

（
18
） 『
歌
舞
伎
辞
典
』（
平
凡
社
、
昭
和
58
年
11
月
）「
色
悪
」
参
照
。

（
19
） 

註
（
９
）
に
同
じ

（
20
） 

言
文
一
致
体
は
、「
文
芸
」「
修
辞
」
と
表
現
可
能
な
、
読
者
の
解
釈
の
問
題
で
は

な
く
伝
統
と
し
て
重
ね
ら
れ
る
語
彙
レ
ベ
ル
で
の
言
葉
の
重
層
性
や
豊
か
さ
を
平

板
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
稲
舟
の
否
に
は
あ
ら
ず
」「
身
も
住
吉
の
」

と
い
っ
た
掛
詞
・
洒
落
・
地
口
の
よ
う
な
、
文
語
体
で
は
当
た
り
前
の
如
く
行
わ

れ
て
い
た
言
葉
遊
び
が
近
代
小
説
の
文
体
の
王
道
に
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
、
近
代
文
学
成
立
の
過
程
で
喪
失
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
の
う
ち
の
一
つ
を
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

※ 「
か
く
れ
ん
ぼ
」
の
本
文
は
『
齋
藤
綠
雨
全
集
』
第
六
巻
（
平
成
２
年
９
月
）
に
拠
り
、

引
用
に
際
し
て
ル
ビ
は
省
略
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。


